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語文98(2012・ 6大阪大学国語国文学会)

〈傍
観
者
〉
の
系
譜

一

一
九
七
二
年
元
日
か
ら
、
翌
年
二
月
末
に
か
け
て
、
テ
レ
ビ
映
画

「木
枯

ら
し
紋
次
郎
」
が
放
映
さ
れ
た
。
上
条
恒
彦
が
歌

っ
た
ウ

ェ
ス
タ
ン
調
の
主

題
歌
、
型
に
乗

っ
取
ら
な
い
刀
の
振
り
回
し
、
肉
体
を
切
る
音
の
擬
音
、
縦

横
無
尽
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
そ
し
て
何
よ
り
も

「
あ

っ
し
に
は
関
わ
り
の
な

い
こ
と
で
ご
ざ
ん
す
」
と
し
て
、
助
け
を
求
め
る
弱
者
に
背
を
向
け
る
こ
と

が
、
既
成
の
時
代
劇
と
は
大
き
く
異
な
り
、　
一
気
に
人
気
を
博
し
て
話
題
と

な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
か
月
遅
れ
で
放
映
さ
れ
始
め
た
、
お
金
を
も
ら

つ

て
悪
人
を
殺
す
と
い
う

「
必
殺
仕
掛
人
」
シ
リ
ー
ズ
に
人
気
を
奪
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
テ
レ
ビ
局
の
視
聴
率
争
い
で
後
発
作
品
が
様
々
な
工
夫
を
凝
ら

し
た
こ
と
が
主
因
で
あ
ろ
う
が
、
「木
枯
ら
し
紋
次
郎
」
が
傍
観
を
貫
か
ず
、

結
局
最
後
は
関
わ

っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
が
、
興
を
そ
い
だ
こ
と
も
そ
の

一

因
で
あ

っ
た
ろ
う
。

〈傍
観
〉
は
、
ど
う
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。

出

原

隆

俊

ま
ず
、
辞
書

で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
か
か
ず
り
合
わ
ず
に
そ
ば
で
見

て
い
る
こ
と
。
物
事
の
な
り
ゆ
き
を
自
分
の
力
で
変
え
よ
う
と
せ
ず
、
何
も

し
な
い
で
見
て
い
る
こ
と
。
」
（『
大
辞
林
し

。
「
か
た
わ
ら
で
見
る
こ
と
。
そ

の
こ
と
に
関
わ
ら
な
い
で
、
傍
で
見
て
い
る
こ
と
。
」
（『
広
辞
苑
り
。
「木
枯

ら
し
紋
次
郎
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
が
、
『
大
辞
林
』
の
記
述

に
含
ま
れ
る
否
定
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、

フ
ォ
ー
ク
デ

ュ
オ
の

〈
ゆ
ず
〉
の

「傍
観
者
」
（作
詞

・
北
川
悠
仁
）
の

一
節
が
該
当
し
て
い
よ
う
。

横
目
で
チ
ラ
リ
　
そ
こ
の
傍
観
者
　
ア
ン
タ
に
構

っ
て
る
ヒ
マ
な
い
よ

「
そ
ん
な
事
で
必
死
に
な

っ
て
」

っ
て
バ
カ
に
し
て
ん
だ
ろ
？
　
「
か

っ

た
る
い
」

っ
て
　
何
も
せ
ず
に
誰
か
に
期
待
し
て
る
　
僕
は
行
く
よ

感
動
し
な
が
ら
生
き
て
居
た
い
の
さ

し
か
し
、
辞
書
に
登
録
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
実
際
の
使
用
状
況
を
適
切

に
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
青
空
文
庫
と
い
う
制
約
の
も
と
で
は
あ
る
が
、

「
純
然
た
る
冷
た
い
傍
観
者
で
も
な
く
、
」
（牧
野
信

一
「
海
浜
日
誌
し
、
「
ま

た
学
者
の
常
態
と
し
て
冷
然
た
る
傍
観
者
の
地
位
に
立

つ
場
合
が
多
い
た



め
、
」
（漱
石

「
中
味
と
形
式
し
、
「
と
い

つ
て
冷
た
い
人
生

の
傍
観
者
に
な

ん
で
な
れ
よ
う
。
」
（倉
田
百
三

「
愛
と
認
識
と
の
出
発
し
、
「傍
観
者
の
や

う
な
態
度

で
、
彼
の
狂
態
を
冷
か
に
眺
め
て
居
た
。
」
（平
出
修

「療
痕
し

と
あ
る
よ
う
に
、
〈冷
〉
と
い
う
言
葉
と
結
び

つ
く
こ
と
が
多
い
。
無
論
、

そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
「
た
だ
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
。
」
（豊
島
与
志
雄

「
紋
章
」
の

「
私
ヒ
）
、
「単
な
る
傍
観
者
と
し
て
の
態
度

で
は
な
い
」
Ｔ
一

木
清

「
西
田
先
生
の
こ
と
ど
も
し
、
「
傷

つ
か
な
い
傍
観
者
の
正
義
感
」
（宮

本
百
合
子

「
あ
と
が
き
」
「
宮
本
百
合
子
選
集
』
第
十
巻
し
、
「常
に
傍
観

者
の
態
度
を
取

つ
て
ゐ
た
」
（与
謝
野
晶
子

「鏡
心
灯
語
　
抄
し

な
ど
と
あ

り
、
「
傍
観
者
の
種
類
に
よ

つ
て
彼
の
態
度
に
は
い
く

つ
か
種
別
が
あ
る
ら

し
か

つ
た
。
」
（牧
野
信

一
「
秋
晴
れ
の
日
し

と
も
言
え
る
。

二

〈傍
観
者
〉
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
鴎
外
の

「
百
物
語
」
に
次
の

一
節
が

あ
る
こ
と
に
よ
る
。

・
僕
は
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
、
深
く
、
深
く

考
え
て
見
た
。
僕
に
は
不
治
の
病
は
な
い
。
僕
は
生
れ
な
が
ら
の
傍
観

者
で
あ
る
。
子
供
に
交
つ
て
遊
ん
だ
初
か
ら
大
人
に
な
つ
て
社
交
上
尊

卑
種
々
の
集
会
に
出
て
行
く
や
う
に
な
つ
た
後
ま
で
、
ど
ん
な
に
感
興

の
湧
き
立

つ
た
時
も
、
僕
は
そ
の
渦
巻
に
身
を
投
じ
て
、
心
か
ら
楽
ん

だ
こ
と
が
な
い
。
凹
翻
＝
佃
割
留
翻
馴
剛
利
到
引
剣
利
引
＝
刷
列
つｌ
ｄ
Ы
ヽ

役
ら
し
い
役
を
し
た
こ
と
が
な
い
。
高
が
ス
タ
チ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

さ
て
舞
台
に
上
ら
な
い
時
は
、
魚
が
水
に
住
む
や
う
に
、
傍
観
者
が
傍

観
者
の
境
に
安
ん
じ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
僕
は
そ
の
時
尤
も
其
所
を
得

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
心
持
に
な

つ
て
ゐ
て
、
今
飾
磨
屋
と
云

ふ
男
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
僕
は
な
ん
だ
か
他
郷
で
故
人
に
逢
ふ
や
う

な
心
持
が
し
て
来
た
。
傍
観
者
が
傍
観
者
を
認
め
た
や
う
な
心
持
が
し

て
き
た
。

・
察
す
る
に
飾
磨
屋
は
僕
の
や
う
な
、
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
で
は
な

か

つ
た
だ
ら
う
。
そ
れ
が
今
は
撻
か
に
傍
観
者
に
な

つ
て
ゐ
る
。
併
し

ど
う
し
て
な

つ
た
の
だ
ら
う
か
。
よ
も
や
西
洋
で
僕
の
師
友
に
し
て
ゐ

た
学
者
の
や
う
な
、
オ
ル
ガ

ニ
ツ
ク
な
欠
陥
が
出
来
た
の
で
は
あ
る
ま

い
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
飾
磨
屋
は
、
ど
う
か
し
た
場
合
に
、
ど
う
か
し

た
無
形
の
創
庚
を
受
け
て
そ
れ
が
癒
え
ず
に
ゐ
る
為
め
に
、
傍
観
者
に

な

つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

。
彼
は
依
然
こ
ん
な
事
を
し
て
、
丁
度
創
作
家
が
同
時
に
批
評
家
の
眼

で
自
分
の
作
品
を
見
る
様
に
、
過
ぎ
去

つ
た
栄
華
の
な
ご
り
を
、
現
在

の
傍
観
者
の
態
度
で
見
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「百
物
語
」
に
お
け
る

〈傍
観
者
〉

へ
の
こ
だ
わ
り
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二

つ
目
の
引
用
を
裏
返
せ
ば
、
鴎
外
は
、
「無
形
の

創
庚
を
受
け
て
」
る
こ
と
も
な
い

「生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
」
で
あ

っ
た
こ

と
が

一
つ
目
の
引
用
と
同
じ
く
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
引
用
部
の
箇
所

以
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

あ
の
血
絲
の
通

つ
て
ゐ
る
、

マ
リ
シ
ヨ
オ
な
、
デ
モ
ニ
ツ
ク
な
や
う
に

も
見
れ
ば
見
ら
れ
る
目
で
、
冷
か
に
見
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
ん
な
想
像
が

一
時
浮
ん
で
消
え
た
跡
で
も
、
僕
は
考

へ
れ
ば
考

へ
る



ほ
ど
、
飾
磨
屋
と
い
ふ
男
が
面
白
い
研
究
の
対
象
に
な
る
や
う
に
感
じ

た
。

・
僕
は
障
子
の
は
づ
し
て
あ
る
柱
に
背
を
椅
せ
掛
け
て
、
敷
居
の
上
に

し
や
が
ん
で
、
海
苔
巻
の
鮪
を
頬
張
り
な
が
ら
、
外
を
見
て
ゐ
る
振
を

し
て
、
実
は
絶
え
ず
飾
磨
屋
の
様
子
を
見
て
ゐ
る
。

先
に
述
べ
た

〈傍
観
〉
に
か
か
わ
る

〈冷
〉
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「面
白
い
研
究
の
対
象
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
漱

石
の

「
心
」
で
の

「先
生
は
そ
れ
で
な
く
て
も
、
冷
た
い
眼
で
研
究
さ
れ
る

の
を
絶
え
ず
恐
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
後
者
の
引
用

も
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
観
察
の
仕
方
は
、
〈傍
観
〉
と
は
言
え
ま
い
。
自
分

と
同
様
の
も
の
を
発
見
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
熱
意
が
う
か
が
わ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
鴎
外
自
身
の
翻
訳
作
品

「
セ
ン
ツ
ア
マ
ニ
」
（
マ
ク
シ
ム

・

ゴ
ル
キ
イ
）
に
は

「
若
し
大
き
い
声
を
し
た
ら
、
こ
の
天
鶴
絨
の
や
う
な
青

い
夜
の
空
の
下
で
、
石
の
如
き
沈
黙
を
守

つ
て
、
そ
つ
と
傍
観
し
て
ゐ
る
何

物
か
の
邪
魔
を
す
る
こ
と
に
な
ら
う
か
と
憚
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
〈傍

観
〉
と
は
本
来
は
こ
う
い
う
様
子
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
「
百
物
語
」
は

鴎
外
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
依
田
学
海
と
い
う
実

在
の
人
物
と
の
や
り
取
り
も
実
際
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
僕
」
が
鴎
外
自

身
と
考
え
て
も
問
題
は
な
い
が
、
〈傍
観
者
〉
が

〈傍
観
者
〉
の
枠
を
超
え

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
先
の
引
用
の
傍
線
部
で
の
、
強
い
ら
れ
た

役
を
と
に
か
く
果
た
す
だ
け
と
い
う
、
こ
の
自
己
認
識
の
有
り
方
は
、
「妄

想
」
の
次
の
箇
所
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

生
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
自
分
は
何
を
し
て
ゐ
る
か
。
始
終
何
物
か
に

策
う
た
れ
駆
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
学
問
と
い
ふ
こ
と
に
鰹
醍
し
て
ゐ
る
。

（略
）
併
し
自
分
の
し
て
ゐ
る
事
は
、
役
者
が
舞
台
＾
出
て
或
る
役
を

勤
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
（略
）
そ
の
何
物
か

が
醒
覚
す
る
暇
が
な
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
勉
強
す
る
子
供
か
ら
、

勉
強
す
る
学
校
生
徒
、
勉
強
す
る
官
吏
、
勉
強
す
る
留
学
生
と
い
ふ
の

が
、
皆
そ
の
役
で
あ
る
。

「百
物
語
」
に
お
け
る

〈傍
観
者
〉
へ
の
関
心
は
、
鴎
外
を
貫
く
も
の
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「椙
原
品
」

の
次
の
こ
と
も
見
落
と
せ
ま
い
。

私
は
此
伊
達
騒
動
を
傍
看
し
て
ゐ
る
綱
宗
を
書
か
う
と
思
つ
た
。
外
に

向
つ
て
発
動
す
る
力
を
全
く
絶
た
れ
て
、
純
客
観
的
に
傍
看
し
な
く
て

は
な
ら
な
か
つ
た
綱
宗
の
心
理
状
態
が
、
私
の
興
味
を
誘
つ
た
の
で
あ

Ｚ
り
。

「
百
物
語
」
の
飾
磨
屋
の
場
合
と
同
様
に
、
綱
宗
が

「私
」
∩
百
物
語
」
で

は

「
僕
し

と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
の

〈傍

観
者
〉

へ
の
関
心
は

一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
。
鴎
外
自
身
を
思
わ
せ
る
も

の
と
し
て
は
、
「
足
る
こ
と
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
自
分
に
は
出
来
な
い
。

自
分
は
永
遠
な
る
不
平
家
で
あ
る
。
」
（「妄
想
し

な
ど
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、

〈傍
観
者
〉
は
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
じ

っ
く
り
と
検
討
さ
れ
て
も
よ
い
。

三

と
こ
ろ
で
、
「椙
原
品
」
に
お
け
る

〈傍
看
〉
と

「純
客
観
的
」
と
い
う

言
葉
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
長
谷
川
天



渓
の

「
所
謂
余
裕
派
小
説
の
価
値
」
（明
治
四
十

一
年
二
月
）
で
あ
る
。

自
然
主
義
者
の
態
度
は
、
…
即
ち
傍
観
者
と
し
て
現
実
世
界
に
立

つ
の

で
あ
る
。
生
死
問
題
、
死
活
問
題
に
悩
む
者
に
は
、
其
れ
等
を
客
観
に

郷
げ
出
す
の
余
裕
な
く
、
併
し
自
然
主
義
者
の
眼
に
は
、
其
の
問
題
が

切
迫
し
て
映
ぜ
ぬ
。

自
然
主
義
と

〈客
観
〉
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
文
章
に
引
用
さ
れ

て
い
る
加
藤
咄
堂

「自
然
主
義
と
禅
」
に
は
、
「
純
客
観
」
と
い
う
用
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
自
然
主
義
文
学
の
代
表
格
と
み
な
さ
れ
る
田
山
花
袋
の

小
説

「蒲
団
」
に
も
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

・
け
れ
ど
文
学
者
だ
け
に
、
此
の
男
は
自
か
ら
自
分
の
心
理
を
客
観
す

る
だ
け
の
余
裕
を
持

つ
て
居
た
。

・
細
君
が
汚
が

つ
て
頻
り
に
揺

つ
た
り
何
か
し
た
が
、
時
雄
は
動
か
う

と
も
立
た
う
と
も
為
な
い
。
さ
う
か
と
云

つ
て
眠

つ
た
の
で
は
な
く
、

赤
土
の
や
う
な
顔
に
大
き
な
鋭
い
目
を
明
い
て
、
戸
外
に
降
り
頻
き
る

雨
を
ぢ

つ
と
見
て
居
た
。

・
興
奮
し
た
心
の
状
態
、
奔
放
な
情
と
悲
哀
の
快
感
と
は
、
極
端
ま
で

そ
の
力
を
発
展
し
て
、　
一
方
痛
切
に
嫉
妬
の
念
に
駆
ら
れ
な
が
ら
、　
一

方
冷
淡
に
自
己
の
状
態
を
客
観
し
た
。
…
熱
い
主
観
の
情
と
冷
め
た
い

客
観
の
批
判
と
が
絡
り
合
せ
た
糸
の
や
う
に
固
く
結
び
着
け
ら
れ
て
、

一
種
異
様
の
心
の
状
態
を
呈
し
た
。

・
行
く
水
の
流
、
咲
く
花
の
凋
落
、
此
の
自
然
の
底
に
幡
れ
る
抵
抗
す

べ
か
ら
ざ
る
力
に
触
れ
て
は
、
人
間
ほ
ど
拶
い
情
な
い
も
の
は
な
い
。

江
然
と
し
て
涙
は
時
雄
の
家
面
を
伝

つ
た
。

〈客
観
〉
と
い
う
こ
と
に
花
袋
が
き
わ
め
て
意
識
的

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「大
き
い
鋭
い
目
を
明
い
て
」
「
ぢ

つ
と
見
て
居
た
」
な
ど
は
、
行
動
と
は
対

照
的
に
時
雄
の
冷
静
な
認
識
を
際
だ
た
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「涙
は
時

雄
の
数
面
を
伝

つ
た
」
な
ど
は
き
わ
め
て
滑
稽
で
あ
る
こ
と
も
計
算
尽
く
の

こ
と
と
も
言
え
よ
う
。
天
渓
の
主
張
と
重
な
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

嘉
村
儀
多
の

「業
苦
」
に
は
、

し
か
し
、
さ
う
い
ふ
風
に
自
分
と
い
ふ
も
の
を
強
ひ
て
客
観
視
し
て
見

た
と
こ
ろ
で
、
寝
醒
め
の
わ
る
く
後
髪
を
引
か
れ
る
や
う
な
自
責
の
念

は
到
底
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
か

つ
た
。

と
あ
る
。
「客
観
視
」
し
て
み
て
も
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

「蒲
団
」
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
以
降
に
続
々
と
輩
出
し
て
く
る
作
品
の
主
人
公

は

「生
死
問
題
、
死
活
問
題
に
悩
む
」
こ
と
か
ら
自
由
で
あ
る
と
は
と
う
て

い
言
え
ま
い
。
先
に
挙
げ
た

「業
苦
」
で
は
、
先
の
引
用
の
後
に
、

千
登
世
と
の
生
活
を
血
み
ど
ろ
に
な

つ
て
喘
い
で
ゐ
る
最
中
、
兎
や
斯

う
責
任
を
間
は
れ
る
こ
と
は
二
重
の
苦
し
さ
で
あ

つ
て
連
も
遣
切
れ
な

か

つ
た
。

と
あ
る
の
で
あ
る
。
岩
野
泡
鳴
の

「発
展
」
に
も
、

義
雄
が
多
年
生
活
に
疲
れ
、
奔
走
に
疲
れ
、
放
浪
に
疲
れ
、
生
の
苦
し

み
―
―
そ
れ
が
生
命
で
あ

つ
た
―
―
を
味
は

つ
て
来
た
今
、

と
あ
る
。
む
し
ろ

「生
死
問
題
、
死
活
問
題
に
悩
む
」
こ
と
こ
そ
が
こ
れ
ら

の
作
品
の
読
ま
せ
所
で
あ
ろ
う
。

「蒲
団
」
で
は
、
「自
分

の
心
理
」
を

「客
観
視
」
し
よ
う
と
す

る
が
、



〈傍
観
〉
と
言
う
こ
と
に
は
徹
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

天
渓
の
文
章
で
は
、
漱
石
が
提
起
し
た
余
裕
派
小
説
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、

自
然
主
義
小
説
こ
そ
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て
の

自
然
主
義
小
説
は
、
そ
う
し
た

〈余
裕
〉
を
持
ち
得
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
と
関
連
し
て
、
豊
島
与
志
雄

「
「紋
章
」
の

「私
Ｌ

を
見

て
み
よ
う
。

横
光
利

一
氏
の

「紋
章
」
の
な
か
に
は
、
「
私
」
と
い
う
言
葉

で
現
は

さ
れ
て
る

一
人
の
文
学
者
が
出
て
く
る
。
彼
は
、
主
要
な
人
物
た
る
雁

金
八
郎
と
山
下
久
内
と
に
、
共
に
交
誼
が
あ
り
、
…
い
ろ
／
ヽ

の
と
こ

ろ
に
、
出
入
す
る
。
そ
し
て
い
ろ
／
ヽ
の
事
物
や
い
ろ
／
ヽ
の
説
明
が
、

彼
に
よ

つ
て
述
べ
ら
れ
る
。
が
彼
は
作
中
の
事
件
に
は
何
の
関
係
交
渉

も
な
く
た
だ
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
。
―
―

こ
の

「
私
」
は
、
誰
で
も
よ

い
と
共
に
ま
た
作
者
自
身
で
も
あ
る
。

か
う
い
ふ

「
私
」
と
い
ふ
人
物
を
出
し
て
、
傍
観
者
た
り
説
明
者
た

り
報
告
者
た
る
地
位
に
お
き
、
そ
れ
を
叙
述
の

一
便
法
と
す
る
方
法
は
、

屡
々
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「私
」
は
大
抵
、
作
中

の
人
物
や
事
件
か
ら
独
立
し
た

一
人
の
人
間
で
、
そ
の
独
自
の
存
在
が

は

つ
き
り
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
益
々
作
品
そ
の
も
の
と
は
無
関
係
な
地

位
に
な
る
、
さ
う
い
ふ
種
類
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
谷
崎
潤

一
郎
氏
の

「
春
琴
抄
」
の
中
で
春
琴
の
墓
を
訪
ふ

「私
」
が
そ
れ
で
あ

′
つ
。と

こ
ろ
で
、
「紋
章
」
の
な
か
の

「私
」
は
、
さ
う
い
ふ
な
ま
や
さ

し
い
も
の
で
は
な
い
。
最
初
に
述
べ
た
や
う
な

「私
」、
ま
た
は
、
雁

金
が
敦
子
に
あ

つ
て
我
を
忘
れ
た
行
為
を
す
る
と
こ
ろ
に
立
会

つ
た

「私
」
、
山
下
家
の
茶
会
に
出
席
し
た

「
私
」
、
そ
れ
ら
の
も
の
だ
け
を

見
る
と
、　
一
見
、
普
通
の

「私
」
と
異
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

実
は
さ
う
で
な
く
、
そ
の

「
私
」
が
全
篇
の
中
に
浸
透
し
て
ゐ
て
、
そ

れ
は
単
に
叙
述
の
便
法
と
し
て
使
わ
れ
た
愧
儡
で
は
な
く
、
作
者
そ
の

も
の
と
同

一
の
地
位
に
ま
で
高
ま

つ
て
ゐ
る
。

こ
の
指
摘
を
視
野
に
入
れ

つ
つ
考
え
れ
ば
、
横
光
の
実
験
的
な
試
み
と
言
え

る

「紋
章
」
の

「私
」
の
よ
う
な
存
在
と
し
て

「
蒲
団
」
の
竹
中
時
雄
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
の
意
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
生
成
し
た
作
品
に

お
い
て

〈傍
観
者
〉
を
貫
く
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
続
い
て
、
小
説
の
描

写
の
問
題
を
巡

っ
て
、
〈傍
観
者
〉
の
問
題
を
検
討
す
る
。
太
宰
の

「春
の

盗
賊
」
に
は
、

い
つ
た
い
、
小
説
の
中
に
、
「
私
」
と
称
す
る
人
物
を
登
場
さ
せ
る
時

に
は
、
よ
ほ
ど
慎
重
な
心
構

へ
を
必
要
と
す
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
、

こ
の
国
に
は
、
い
つ
そ
う
そ
の
傾
向
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ

る
の
で
あ
る
が
、
ど
こ
の
国
の
人
で
も
、
昔
か
ら
、
そ
れ
を
作
者
の
醜

聞
と
し
て
信
じ
込
み
、
上
品
ぶ

つ
て
非
難
、
憫
笑
す
る
悪
癖
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
れ
は
悪
癖
で
あ
る
。
私
は
、
い
ま
に
し
て
思
い
当
る
。

プ
ウ
シ

ュ
キ
ン
ほ
ど
の
自
由
奔
放
の
詩
人
で
さ
へ
も
、
そ
の

「
オ
ネ

エ

ギ
ン
」
を
物
語
る
に
あ
た
り
、
こ
の
主
人
公
は
私
で
な
い
、
私
は
別
の
、

全
く

つ
ま
ら
ぬ
男
だ
、
オ
ネ

エ
ギ
ン
は
私
で
な
い
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
、

そ
れ
は
く
ど
い
ほ
ど
に
断

つ
て
あ
り
、
ま
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
ほ
ど

の
、
永
遠
の
愛
を
追
う
て
暮
し
た
男
で
さ
へ
、
そ
の
作
品
の
主
人
公
に



は
、
ラ
ス
コ
オ
リ
ニ
コ
フ
と
か
、
ド
ミ
ト
リ
イ
と
か
い
う
名
前
を
与

ヘ

て
、
決
し
て
、
「
私
」
を
出
さ
な
い
。
た
ま
に
、
「私
」
を
出
す
こ
と
が

あ

つ
て
も
、
そ
れ
は
凡
庸
な
、
お

つ
と
り
し
た
歯
が
ゆ
い
ほ
ど
に
善
良

な
傍
観
者
と
し
て
、
物
語
の
外
に
全
然
オ
ミ

ッ
ト
さ
れ
る
や
う
な
性
格

と
し
て
叙
述
さ
れ
て
在
る
。

と
あ
る
。
こ
の
引
用
の
終
わ
り
近
く
に
つ
い
て
は
、
「
私
」
で
は
な
い
も
の

の
漱
石

「彼
岸
過
迄
」
の
敬
太
郎
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

敬
太
郎
の
冒
険
は
物
語
に
始
ま

つ
て
物
語
に
終

つ
た
。
彼
の
知
ら
う
と

す
る
世
の
中
は
最
初
遠
く
に
見
え
た
。
近
頃
は
眼
の
前
に
見
え
る
。
け

れ
ど
も
彼
は
遂
に
其
中
に
這
入

つ
て
、
何
事
も
演
じ
得
な
い
門
外
漢
に

似
て
ゐ
た
。

こ
れ
は
、
「
百
物
語
」
で
の

「
僕
は
人
生
の
活
劇
の
舞
台
に
ゐ
た
こ
と
は
あ

つ
て
も
、
役
ら
し
い
役
を
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
酷
似
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

「
門
外
漢
」
は

〈傍
観
〉
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い

が
、
結
局
そ
う
し
た
位
置
に
と
ど
ま
ら
ぎ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
作
中
人
物
で
あ
る

「
私
」
（あ
る
い
は
、
固
有
の
名
を
与
え
ら

れ
た
視
点
人
物
）
の
作
品
展
開
の
上
で
の
機
能
を

〈傍
観
者
〉
と
い
う
観
点

か
ら
解
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

四

さ
て
、
〈傍
観
〉
を
め
ぐ

っ
て
、
話
題
を
変
え
て
、
鴎
外
の
実
作
品
を
見

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「雁
」
で
あ
る
。

僕
は
第
二
者
に
有
勝
な
無
遠
慮
を
以
て
、
度
々
背
後
を
振
り
向
い
て
見

た
が
、
お
玉
の
注
視
は
頗
る
長
く
継
続
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

岡
田
は
俯
向
き
加
減
に
な

つ
て
、
早
め
た
足
の
運
を
緩
め
ず
に
坂
を

降
り
る
。
僕
も
黙

つ
て
附
い
て
降
り
る
。
僕
の
胸
の
中
で
は
種
々
の
感

情
が
戦

つ
て
ゐ
た
。
此
感
情
に
は
自
分
を
岡
田
の
地
位
に
置
き
た
い
と

云
ふ
こ
と
が
根
調
を
な
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
僕
の
意
識
は
そ
れ
を
認
識

す
る
こ
と
を
嫌

つ
て
ゐ
る
。
僕
は
心
の
内

で
、
「
な
に
、
己
が
そ
ん
な

卑
劣
な
男
な
も
の
か
」
と
叫
ん
で
、
そ
れ
を
打
ち
消
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
此
抑
制
が
功
を
奏
せ
ぬ
の
を
、
僕
は
憤

つ
て
ゐ
る
。
…
僕
は
岡

田
の
や
う
に
逃
げ
は
し
な
い
。
僕
は
逢

つ
て
話
を
す
る
。
自
分
の
清
潔

な
身
は
汚
さ
ぬ
が
、
逢

つ
て
話
だ
け
は
す
る
。
そ
し
て
彼
女
を
妹
の
如

く
に
愛
す
る
。
彼
女
の
力
に
な

つ
て
遣
る
。
彼
女
を
於
泥
の
中
か
ら
救

抜
す
る
。

こ
こ
の

「
第
三
者
」
は
傍
観
者
に
近
い
立
場
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
主
人
公
の

「
地
位
に
置
き
た
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
傍

観
者
の
枠
を
外
れ
て
も
、
実
際
に
関
わ
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
「彼
岸

過
迄
」
の
敬
太
郎
に
よ
く
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「舞
姫
」
は
ど
う
か
。

今
こ
の
虎
を
過
ぎ
ん
と
す
る
と
き
、
鎖
し
た
る
寺
門
２
扉
に
侍
り
て
、

啓
を
呑
み

つ
ゝ
泣
く
ひ
と
り
の
少
女
あ
る
を
見
た
り
。
年
は
十
六
七
な

る
べ
し
。
被
り
し
巾
を
洩
れ
た
る
髪
の
色
は
、
薄
き
こ
が
ね
色
に
て
、

着
た
る
衣
は
垢

つ
き
汚
れ
た
り
と
も
見
え
ず
。
我
足
音
に
驚
か
さ
れ
て

か

へ
り
み
た
る
面
、
余
に
詩
人
の
筆
な
け
れ
ば
こ
れ
を
篤
す
べ
く
も
あ

ら
ず
。
こ
の
青
く
清
ら
に
て
物
問
ひ
た
げ
に
愁
を
含
め
る
目
の
、
半
ば



露
を
宿
せ
る
長
き
睫
毛
に
掩
は
れ
た
る
は
、
何
故
に

一
顧
し
た
る
の
み

に
て
、
用
心
深
き
我
心
の
底
ま
で
は
徹
し
た
る
か
。

彼
は
料
ら
ぬ
深
き
歎
き
に
遭
ひ
て
、
前
後
を
顧
み
る
違
な
く
、
こ
ゝ
に

立
ち
て
泣
く
に
や
。
我
が
臆
病
な
る
心
は
憐
憫
の
情
に
打
ち
勝
た
れ
て
、

余
は
覺
え
ず
側
に
椅
り
、
「何
故
に
泣
き
玉
ふ
か
。
と
こ
ろ
に
繋
累
な

き
外
人
は
、
却
り
て
力
を
借
し
易
き
こ
と
も
あ
ら
ん
。
」
と
い
ひ
掛
け

た
る
が
、
我
な
が
ら
わ
が
大
謄
な
る
に
呆
れ
た
り
。

太
田
豊
太
郎
は
、
「覺
え
ず
側
に
侍
り
」
、
語
り
か
け
る
。
最
初
か
ら
傍
観
者

的
立
場
に
な
い
。
む
し
ろ
、
「
何
故
に

一
顧
し
た
る
の
み
に
て
」
と
自
身
で

不
可
解
だ
と
思
い
つ
つ
、
見
知
ら
ぬ
女
性
に
関
わ

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
実
際
に
は
、
そ
の
疑
間
を
裏
切
る
か
の
よ
う
に
、
「
青
く
清
ら
に
て

物
問
ひ
た
げ
に
愁
を
含
め
る
目
」
に
誘
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
は

「
う
た
か
た
の
記
」
で
も
同
様
で
あ
る
。

マ
リ
イ
と
後
に
そ
の

名
を
知
る
少
女
と
出
会

っ
た
箇
所
で
あ
る
。

女
の
子
は
唯
言
葉
な
く
出
で
ゆ
く
を
、
満
堂
の
百
眼
、　
一
滴
２
涙
な
く

見
送
り
ぬ
。
」

「
わ
れ
は
珈
琲
代
の
自
銅
貨
を
、
帳
場
の
石
板
の
上
に
椰
げ
、
外
套
取

り
て
出
で
て
見
し
に
、
花
売
の
子
は
、
ひ
と
り
さ
め
さ
め
と
泣
き
て
ゆ

く
を
、
呼

べ
ど
も
顧
み
ず
。
追
付
き
て
、
『
い
か
に
、
善
き
子
、
菫
花

の
し
ろ
取
ら
せ
む
、
』
と
い
ふ
を
聞
き
て
、
始
め
て
仰
見

つ
。
そ
の
お

も
て
の
美
し
さ
、
濃
き
藍
い
ろ
の
目
に
は
、
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
憂
あ
り
て
、

一
た
び
顧
み
る
と
き
は
人
の
腸
を
断
た
む
と
す
。

「満
堂
の
百
眼
」
が
ま
さ
に
傍
観
す
る
と
き
に
日
本
人
画
家
の
巨
勢
は
、
追

い
か
け
て
ま
で
金
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「舞
姫
」
と
同
じ
よ
う

に

「
と
こ
ろ
に
繋
累
な
き
外
人
」
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
振
舞
い
を

可
能
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
う

つ
ろ
ふ
も
の
は
、
人
の
心
の
花
」
と

思

っ
て
い
た
マ
リ
イ
に
と

っ
て
救
い
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「文
づ
か
ひ
」
で
は
、
婚
約
者
メ
ェ
ル
ハ
イ
ム
を
厭
う
イ
イ
ダ
姫
を

〈傍

観
〉
す
る
よ
う
な
立
場
で
あ
る
が
、
結
局
は
彼
女
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、

脱
出
の
た
め
の
仲
介
者
の
役
割
を
果
た
す
。

一
方

で
、
青
年
期
以
降
の
主
人
公
で
は
ど
う
か
。
「
懇
親
会
」
を
見
て
み

よ
う
。
突

っ
か
か

っ
て
来
る
新
聞
記
者
と
立
ち
回
り
の
け
ん
か
と
な

っ
た
こ

と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
耳
に
は
此
脅
迫
の
声
が
聞
え
る
の
で
あ
る
。
僕
は
思
ひ
掛
け
な
い

話
な
の
で
、
暫
く
あ

つ
け
に
取
ら
れ
て
ゐ
た
。
（中
略
）
そ
し
て
今
度

逢

つ
た
ら
を
繰
り
返
す
の
を
聞
い
て
、
何
の
思
索
の
暇
も
な
く
か
う
云

つ
た
。

「
何
故
今
遣
ら
な
い
の
だ
。
」

「
う
む
。
遣
る
。
」

と
叫
ん
で
立
ち
上
が
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
太
宰
治
の

「花
吹
雪
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

か
の

「懇
親
会
」
な
る
小
説
は
、
ほ
と
ん
ど
事
実
そ
の
ま
ま
と
断
じ
て

も
大
過
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
私
は
、
お
の
れ
の
意
気
地
の
無
い
日
常

を
か

へ
り
み
て
、

つ
く
づ
く
恥
づ
か
し
く
淋
し
く
思

つ
た
。
か
な
は
ぬ

ま
で
も
、
や

つ
て
み
た
ら
ど
う
だ
。
お
前
に
も
憎
い
敵
が
二
人
や
二
人

あ

つ
た
筈
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
、
お
前
は
い
つ
も
泣
き
寝
入
り
だ
。



太
宰
は
見
過
ご
し
に
し
な
い
鴎
外
に
注
目
し
て
い
る
。
直
接
自
分
に
関
わ
る

こ
と
だ
か
ら
、
〈傍
観
〉
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、
傍
観
者
と
い
う
規
定

か
ら
は
距
離
が
あ
ろ
う
。
「電
車
の
窓
」
で
も

「鏡
花
の
女
」
が
電
車
の
窓

を
開
け
よ
う
と
し
て
う
ま
く
い
か
ず
に
い
る
と
き
に
、
「人
の
助
を
借
る
の

を
厭
う
ら
し
」
い
と
い
っ
た
ん
は
思

っ
た
も
の
の
、
開
け
て
や
る
。
こ
こ
で

も
傍
観
を
貫
い
て
い
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
れ
ば
、
鴎
外
が
仮
託
し
た
、
あ
る
い
は
鴎
外
を
思
わ
せ

る
存
在
は
、
少
な
く
と
も
身
の
振
舞
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
〈傍
観
者
〉

を
貫
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
単
な
る
日
常
の

一
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ

っ
て
、
何
も

〈傍
観
〉
を
云
々
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
側
面
も
含
め
て
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
鴎
外
は
自
己
を

〈傍
観
者
〉
と
規
定
し
た
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め

て
よ
い
か
ど
う
か
。
そ
れ
は

「永
遠
な
る
不
平
家
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て

も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
「性

欲
は
頗
る
悟
漕
で
あ
る
」
翁
魔
睡
し

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
作
品
中
に
し

き
り
に
取
り
込
む

（「
ヰ
タ

・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
な
ど
も
）
が
、
こ
れ
も
ど

う
な
の
か
と
疑
う
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
百
物
語
」

に
お
け
る

〈傍
観
者
〉

へ
の
執
拗
な
ま
で
の
言
及
は
、
そ
れ
だ
け
に
か
え

っ

て
本
音
に
つ
い
て
は
留
保
も
必
要
と
な
ろ
う
。

五

〈傍
観
〉
あ
る
い
は

〈傍
観
者
〉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
別
の
観
点

で

考
察
し
て
い
き
た
い
。

北
村
透
谷
の
初
期
の
評
論
文

「
当
世
文
学
の
潮
摸
様
」
に
は
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

彼
等
何
を
か
悲
じ
む
や
将
何
を
か
苦
し
む
や
我
は
独
り
世
を
傍
観
し
て

興
ず
る
に
余
り
あ
り
。
人
間
の
事
何
ぞ
必
ら
ず
し
も
深
く
間
む
、
最
大

主
眼
は
今
日
に
あ
り
、
い
で
や
彼
等
に
吾
が
大
智
嚢
よ
り
人
情
の
道
を

教

へ
ん
、
愛
恋
の
哲
理
を
授
ん
、
…
公
等
の
理
想
斯
の
如
く
に
は
あ
ら

ず
や
。

文
学
極
衰
論
争
と
関
わ
る

一
文
で
あ
り
、
苦
し
む
民
衆
の
生
活
に
無
関
心
で

あ
る
文
学
者
を
歓
楽
者
と
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

〈傍
観
〉
は
、

な
す
べ
き
こ
と
を
果
さ
な
い
と
い
う
否
定
的
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
文
学
者
の
主
体
を
問
う
も
の
で
あ
る
。　
一
度
は
文
学
者
と
い
う
存
在

の
意
味

に
疑
間
を
抱

い
て
文
学
活
動
か
ら
遠
ざ
か

っ
た
二
葉
亭
四
迷
は
、

〈傍
観
〉
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
『
浮
雲
』
の
作
中
人
物

で
あ
る
内
海
文
三
は
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
は
ず
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、

何
ら
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
状
況
を
取
り
込
む
。

・
か
う
心
の
乱
れ
る
ま
で
に
心
配
す
る
が
、
し
か
し
只
心
配
す
る
計
で
、

事
実

に
は
少
し
も
益
が
無

い
か
ら
、
自
然

は
己
が
為

べ
き
事
を
さ

つ
／
ヽ
と
し
て
行

つ
て
お
勢
は
益
々
深
味

へ
陥
る
。
其
様
子
を
視
て
、

流
石
の
文
三
も
今
は
殆
ど
志
を
挫
き
、
連
も
我
力
に
も
及
ば
ん
と
投
首

を
し
た
。

・
此
侭
に
し
て
は
置
け
ん
。
早
く
、
手
遅
れ
に
な
ら
ん
う
ち
に
、
お
勢

の
眠

つ
た
本
心
を
覚
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
が
、
し
か
し
誰
が
お
勢

の
た
め
に
こ
の
事
に
当
ら
う
？
…
若
し
お
勢
の
眼
を
覚
ま
す
者
が
必
要



な
ら
、
文
三
を
措
い
て
誰
が
な
ら
う
？

〈傍
観
〉
し
て
は
い
ら
れ
な
い
思
い
を
抱
き

つ
つ
も
、
無
力
な
自
分
に
い
ら

立

つ
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
語
り
手
は
、
す
で
に

「
稽
々
学

問
あ
り
智
識
あ
り
な
が
ら
、
尚
ほ
軽
躁
を
免
が
れ
ぬ
、
讐

へ
ば
、
文
三
の
如

き
者

は

（
は
れ
や
れ
、
文
三

の
如
き
者

は
？
↓

何
と
し
た
も

の
で
有
ら

う
？
」
と
、
自
身
が

〈傍
観
者
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
く
。

苦
境
に
い
る
女
性
を
救
え
な
い
男
が
い
る
と
い
う
構
図

（「
雁
」
と
は
逆

に
な
る
が
）
は
、
小
林
多
喜
二
の

「
ロ
ク
の
恋
物
語
」
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
救
う
こ
と
の
出
来
な
い
深
み
に
入

っ
て
い
る
も
の
を
眼
の

前
に
見
る
こ
と
は
、
と
て
も
た
ま
ら
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
…
…
だ
か
ら
、

卑
怯
の
よ
う
だ
が
、
…
…
俺
は
会
社
を
や
め
て
、

離
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

〈傍
観
者
〉
の
立
場
か
ら
逃
れ
よ
う
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
吉
行
淳
之
介

「軽
い
骨
」
は
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ

た
よ
う
で
あ
る
。

い
そ
い
そ
と
、
頬
を
ほ
て
ら
せ
て
、
い
か
に
も
た
の
し
げ
に
、
と
い
う

平
凡
な
表
現
は
こ
の
と
き
の
君
子
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
思

え
て
く
る
。
そ
ん
な
表
情
で
、
彼
女
は
売
場
の
前
に
立

つ
。

そ
の
表
情
の
む
き
だ
し
の
感
じ
に
大
川
は
い
つ
も
い
さ
さ
か
た
じ
ろ

い
だ
。
気
持
の
平
衡
を
取
り
戻
す
た
め
に
彼
は
わ
ざ
と
考
え
て
み
る
、

…
…
貯
金
が
畜

っ
た
ら

一
つ
全
部
ま
き
上
げ
て
や
る
か
、
と
。
そ
ん
な

具
合
に
、
彼

の
気
持
ち
は
揺
れ
動
く
の
だ
が
、
間
も
な
く
平
ら
に
鎮

ま

っ
て
傍
観
者
と
し
て
の
眼
が
彼

に
戻

っ
て
く
る
。
（吉
行
淳
之
介

「
軽
い
骨
し

悪
意
が
収
ま

っ
て
、
〈傍
観
者
〉
の

「
眼
」
が

「
戻

っ
て
く
る
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
〈傍
観
者
〉
が
大
雑
把
に
問
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
認
識

の
機
能
に
特
化
さ
れ
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
〈傍
観
者
〉
に
な
る
こ
と
も
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
鴎

外
の
言
う

「
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
」
と
い
う
も
の
と
は
違

っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
小
林
多
喜
二
の

「瀧
子
其
他
」
で
は
、
娼
婦
に
対
し
て

「
君
…
…

こ
ん
な
商
売
い
や
だ
と
も
思

っ
て
い
な
い
の
か
」
と
か

「
…
―
―
君
等
の
苦

し
み
が
そ
の
ま
ゝ
自
分
の
苦
し
み
の
よ
う
な
ん
だ
。
」
と
語
る
男
が
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
娼
婦
は

「
二
、
二
十
回
も
、
今
貴
方
が
云

っ
た
の
と
同
じ
こ

と
を
聞
か
さ
れ
て
来
て
い
る
ん
だ
も
の
」
と
語
る
。
彼
等
に
は
本
気
で
娼
婦

を
救
い
出
す
意
思
も
力
も
な
い
。
そ
の
男
は
結
局
は
娼
婦
に
大
酒
を
浴
び
さ

せ
る
結
果
と
な
る
。
〈傍
観
者
〉
の
お
決
ま
り
の
同
情
が
、
か
え

っ
て
娼
婦

た
ち
の
心
を
え
ぐ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
浅
薄
さ
が
露
呈
さ
せ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ユ（

さ
て
、
〈傍
観
者
〉
と
言
え
ば
、
高
等
遊
民
を
取
り
込
む
漱
石
の
作
品
が

思
い
浮
か
ぶ
だ
つ

つ
。

君
の
様
な
暇
人
か
ら
見
れ
ば
日
本
の
貧
乏
や
、
僕
等
の
堕
落
が
気
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
此
社
会
に
用
の
な
い
傍
観
者
に
し
て
始

め
て
口
に
す
べ
き
事
だ
。

つ
ま
り
自
分
の
顔
を
鏡
で
見
る
余
裕
が
あ
る

か
ら
、
さ
う
な
る
ん
だ
。
翁
そ
れ
か
ら
し



こ
れ
は
、
か

つ
て
代
助
が
三
千
代
と
の
結
婚
を
実
現
す
る
手
助
け
を
し
た
平

岡
が
、
思
い
通
り
に
い
か
な
い
会
社
勤
め
に
関
わ

っ
て
、
代
助
に
述
べ
た
言

葉

で
あ
る
。
〈傍
観
者
〉
と

「余
裕
」
と
い
う
言
葉
が
連
動
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
三
章
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
岡
の
不
如
意
は
三
千
代
と
の
生

活
に
も
暗
い
影
を
投
げ
か
け
て
お
り
、
三
千
代
に
同
情
し
た
代
助
は

「
自
然

の
昔
に
帰
る
」
と
し
て
、
平
岡
か
ら
三
千
代
を
奪
お
う
と
決
意
す
る
。
〈傍

観
者
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
代
助
が
、
当
事
者
と
な

っ
て
、
事
を
起
こ
す
の
で

あ
る
。
そ
の
代
助
は
生
活
の
た
め
に

〈堕
落
〉
し
て
職
業
に
就
く
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
三
四
郎
」
で
も

「世

の
中

（「
そ
れ
か
ら
」
で
は
、
「社
会
」
と

と

〈傍

観
者
〉
が

つ
な
が
る
。

三
四
郎
は
此
時
不
図
汽
車
で
水
蜜
桃
を
呉
れ
た
男
が
、
危
な
い
／
ヽ
、

気
を
付
け
な
い
と
危
な
い
、
と
云

つ
た
事
を
思

ひ
出
し
た
。
危
な

い
／
ヽ
と
云
ひ
な
が
ら
、
あ
の
男
は
い
や
に
落
付
い
て
居
た
。

つ
ま
り

危
な
い
／
ヽ
と
云
ひ
得
る
程
に
、
自
分
は
危
な
く
な
い
地
位
に
立

つ
て

ゐ
れ
ば
、
あ
ん
な
男
に
も
な
れ
る
だ
ら
う
。
世
の
中
に
ゐ
て
、
世
の
中

を
傍
観
し
て
ゐ
る
人
は
此
所
に
面
白
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「自
分
は
危
な
く
な
い
地
位
に
立

つ
て
ゐ
」
て

「世
の
中
を
傍
観
し
て
ゐ
る
」

と
の
三
四
郎
の
捉
え
方
は
、
〈傍
観
者
〉
に
つ
い
て
の
典
型
的
な
も
の
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
習
疋
か
ら
日
本
も
段
々
発
展
す
る
で
せ
う
」
と
言

っ
た

三
四
郎
に
対
し
て
、
「亡
び
る
ね
」
と
言

っ
た
人
物
を
三
四
郎
は
、
熊
本

で

は

「
国
賊
取
扱
に
さ
れ
る
」
と
思
い
、
た
だ
の

〈傍
観
者
〉
で
は
な
い
と
う

す
う
す
感
じ
て
い
る
節
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
広
田
先
生
が
、
そ

の
本
質
を
表
す
よ
う
に
な
る
の
が
、
ヨ

一四
郎
」
の

一
つ
の
軸
と
も
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
「
そ
れ
か
ら
」
と
同
じ
よ
う
に

〈傍
観
者
〉
が
そ
の
ま
ま

で
と
ど
ま

っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

「彼
岸
過
迄
」
の
敬
太
郎
も

〈傍
観
者
〉
と
思
わ
れ
る
人
物
と
接
触
す
る
。

彼
は
又
須
永
か
ら
彼
と
千
代
子
と
の
間
柄
を
聞
い
た
。
さ
う
し
て
彼
ら

は
必
克
夫
婦
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
か
、
朋
友
と
し
て
存
在
す
べ
き
も

の
か
、
も
し
く
は
敵
と
し
て
院
み
合
ふ
べ
き
も
の
か
を
疑

つ
た
。
其
疑

ひ
の
結
果
は
、
半
分
の
好
奇
と
半
分
の
好
意
を
駆

つ
て
彼
を
松
本
に
走

ら
し
め
た
。
彼
は
案
外
に
も
、
松
本
を
た
ゞ
舶
来
の
パ
イ
プ
を
街

へ
て

世
の
中
を
傍
観
し
て
ゐ
る
男
で
な
い
と
発
見
し
た
。
彼
は
松
本
が
須
永

に
対
し
て
何
ん
な
考
で
何
う
い
う
所
置
を
取

つ
た
か
を
委
し
く
聞
い
た
。

「彼
」
（
＝
敬
太
郎
）
は
、
作
中
の
存
在
と
し
て
は

〈狂
言
回
し
〉
と
規
定
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
響
同
等
遊
民
と
自
称
す
る
」
松
本
が
意
外
に
も

「傍
観

し
て
い
」
な
い
こ
と
を
知
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

「高
等
遊
民
」
が
本
来
は

〈傍
観
者
〉
と
い
う
認
識
の
も
と
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
、

「
自
分
は
た
ゞ
人
間
の
研
究
者
否
人
間
の
異
常
な
る
機
関
が
暗
い
闇
夜
に
運

転
す
る
有
様
を
、
驚
嘆

の
念
を
以
て
眺
め
て
ゐ
た
い
。
」
と
い
う
自
分
が

〈傍
観
者
〉
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て

「
道
草
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
や
や
特
異
な
用
い
方
が
さ

れ
て
い
る
。

父
か
ら
云

へ
ば
、
普
通
の
人
と
し
て
さ

へ
不
都
合
に
近
い
愚
劣
な
応
対

振
を
、
自
分
の
女
婿
に
見
出
す
の
は
、
堪

へ
が
た
い
馬
鹿
ら
し
さ
に
違

な
か

つ
た
。
前
後
と
関
係
の
な
い
此
場
だ
け
の
光
景
を
眺
め
る
傍
観
者



の
眼
に
も
健
三
は
矢
張
馬
鹿
で
あ

つ
た
。

こ
こ
の

〈傍
観
者
〉
は
作
中
の
具
体
的
な
人
物
に
関
わ

っ
た
も
の
で
は
な
く
、

義
理
の
父
親
に
加
担
す
る
わ
け
で
も
な
い
、
語
り
手
あ
る
い
は
作
中
に
想
定

さ
れ
得
る
全
く
無
関
係
の
第
二
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
な

〈客
観
〉
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。
健
三
が
漱
石
を
想
起
さ
せ
る
存
在
で
あ

り
、
作
者
が

〈客
観
視
〉
に
意
を
払

っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
だ
か
ら

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
や
や
異
質
な
も
の
と
し
て
は
次
の
箇
所
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き

Ｚつ
。

斯
う
い
ふ
不
愉
快
な
場
面
の
後
に
は
大
抵
仲
裁
者
と
し
て
の
自
然
が

二
人
の
間
に
這
入

つ
て
来
た
。
二
人
は
何
時
と
な
く
普
通
夫
婦
の
利
く

や
う
な
口
を
利
き
出
し
た
。

け
れ
ど
も
或
時
の
自
然
は
全
く
の
傍
観
者
に
過
ぎ
な
か

つ
た
。
夫
婦

は
何
処
迄
行

つ
て
も
背
中
合
せ
の
侭
で
暮
し
た
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
絡
み
合
う
人
間
を
見
下
ろ
す
か
の
よ
う
な
自
然
。
漱
石
作
品

に
お
け
る

〈自
然
〉
と
い
う
問
題
は
か

つ
て
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で

は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
〈傍
観
者
〉
の
対
と
な
る
も
の
と
し
て

〈仲
裁
者
〉

が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「彼
岸
過
迄
」
の
松
本
は
実
在
の
人
間
と
し

て
そ
れ
に
あ
た
る
存
在
で
あ
る
。

「
明
暗
」
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

彼
の
知
識
は
豊
富
な
代
り
に
雑
駁
で
あ

つ
た
。
従

つ
て
彼
は
多
く
の

問
題
に
口
を
出
し
た
が

つ
た
。
け
れ
ど
も
何
時
迄
行

つ
て
も
傍
観
者
の

態
度
を
離
れ
る
事
が
出
来
な
か

つ
た
。
そ
れ
は
彼
の
位
地
が
彼
を
余
儀

な
く
す
る
許
で
な
く
、
彼
の
性
質
が
彼
を
其
所
に
抑
え
付
け
て
置
く
所

為
で
も
あ

つ
た
。
彼
は
或
頭
を
有

つ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
彼
に
は
手
が

な
か

つ
た
。
若
く
は
手
が
あ

つ
て
も
、
そ
れ
を
使
は
う
と
し
な
か

つ
た
。

彼
は
始
終
懐
手
を
し
て
ゐ
た
が

つ
た
。　
一
種
の
勉
強
家
で
あ
る
と
共
に

一
種
の
不
精
者
に
生
れ
付
い
た
彼
は
、
遂
に
活
字
で
飯
を
食
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
運
命
の
所
有
者
に
過
ぎ
な
か

つ
た
。

こ
の
人
物
は
、
代
助
と
同
じ
よ
う
に
、
「
未
だ
か

つ
て
月
給
と
い
ふ
も
の
を

貰

つ
た
覚
の
な
い
男
」
で
あ

っ
た
。
「彼
岸
過
迄
」
の
松
本
か
ら

「案
外
」

と
い
う
側
面
を
排
除
し
た
存
在
と
も
言
い
得
よ
う
。

「
明
暗
」
に
は
主
人
公
の
津
田
夫
婦
が
衝
突
し
た
妹
と
の
関
係
の
修
復
の

た
め
に
、
「
お
延
は
仲
裁
者
と
し
て
第

一
に
藤
井
の
叔
父
を
指
名
し
た
。
…

細
君

（
＝
吉
川
夫
人
、
論
者
注
）
と
仲
善
の
津
田
は
ま
た
充
分
成
効
の
見
込

が
そ
こ
に
見
え
て
い
る
の
で
、
熱
心
に
そ
れ
を
主
張
し
た
。
」
と
、
自
分
の

思
惑
に
従

っ
て
、
「仲
裁
者
と
し
て
の
」
人
間
を
探
そ
う
と
す
る
。
こ
の
点

で
も
藤
井
と
松
本
は
共
通
す
る
が
、
〈仲
裁
者
〉
ど
こ
ろ
か
、
お
節
介
も
の

と
も
言
え
る
吉
川
夫
人
の
介
入
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
比
す
れ
ば
、

〈傍
観
者
〉
と
し
て
の

〈自
然
〉
は
そ
の
冷
徹
な
立
場
を
貫
く
か
の
よ
う
に

見
え
よ
う
。

漱
石
の
作
品
に
お
け
る

〈傍
観
者
〉
を
め
ぐ

っ
て
は
、
鴎
外
作
品
と
対
比

し
た
場
合
に
、
そ
う
目
さ
れ
る
人
物
が
そ
の
立
場
に
固
着
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
い
と
い
う
傾
向
や
、
〈自
然
〉
と
い
う
も
の
が
人
間
を
相
対
化
す
る
役

割
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
〈傍
観
〉
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ

て
い
な
く
と
も
、
「
心
」
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。



先
生
は
ま
た

「私
の
や
う
な
も
の
が
世
の
中

へ
出
て
、
口
を
利
い
て
は

済
ま
な
い
」
と
答

へ
る
ぎ
り
で
、
取
り
合
わ
な
か

つ
た
。
私
に
は
そ
の

答

へ
が
謙
遜
過
ぎ
て
か
え

つ
て
世
間
を
冷
評
す
る
よ
う
に
も
聞
こ
へ
た
。

「世
間
を
冷
評
す
る
」
は

〈傍
観
者
〉
の
言
と
も
言
え
よ
う
が
、
「
口
を
利
い

て
は
済
ま
な
い
」
と
い
う
思
い
が
身
を
律
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

七

最
後
に
、
〈傍
観
者
〉
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
の
多
い
文
学
者
の
作
品

を
検
討
し
て
み
よ
う
。

何
時
の
間
に
か
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
或
敵
意
を
そ
の
人
に
対
し
て

抱
く
や
う
な
事
に
な
る
。
―
―
内
供
が
、
理
由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、

何
と
な
く
不
快
に
思

つ
た
の
は
、
池
の
尾
の
僧
俗
の
態
度
に
、
こ
の
傍

観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

芥
川
の

「
鼻
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
徴
的

で
あ
る
の
は
、
他
者

に
対
し
て

〈傍
観
者
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
、
次
の

「路
上
」
で
は
ど
う
な
る
か
。

そ
の
雨
の
中
を
歩
い
て
行
く
俊
助
の
心
は
沈
ん
で
ゐ
た
。
…
彼
等
が

代
表
す
る
世
間
な
る
も
の
も
思
ひ
出
し
た
。
彼
の
眼
に
映
じ
た

一
般
世

間
は
、
実
行
に
終
始
す
る
の
が
特
色
だ

つ
た
。
或
は
実
行
す
る
の
に
先

立

つ
て
、
信
じ
て
か
ゝ
る
の
が
特
色
だ

つ
た
。
が
、
彼
は
持

つ
て
生
れ

た
性
格
と
今
日
ま
で
受
け
た
教
育
と
に
煩
は
さ
れ
て
、
と
う
の
昔
に
大

切
な
信
ず
る
と
云
ふ
機
能
を
失

つ
て
ゐ
た
。
ま
し
て
実
行
す
る
勇
気
は
、

容
易
に
湧
い
て
は
来
な
か

つ
た
。
従

つ
て
彼
は
世
間
に
伍
し
て
、
目
ま

ぐ
る
し
い
生
活
の
渦
の
中

へ
、
思
ひ
切

つ
て
飛
び
こ
む
事
が
出
来
な
か

つ
た
。
袖
手
を
し
て
傍
観
す
―
―
そ
れ
以
上
に
出
る
事
が
出
来
な
か

つ

た
。

前
半
は

「
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
を
思
わ
せ
、
後
半
部
は

「
心
」
の
先
生
の
よ

う
な
過
去
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
類
す
る
趣
が
あ
ろ
う
。

先
に

「春
の
盗
賊
」
で
触
れ
た
、
太
宰
は

〈傍
観
者
〉
を
多
用
す
る
作
家

で
あ
る
。　
一
例
と
し
て

「斜
陽
」
を
見
よ
う
。

困

つ
た
女
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
で

一
ば
ん
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
は
私
な

の
で
す
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
、
何
も
、
ち

つ
と
も
苦
し
ん
で
ゐ
な
い

傍
観
者
が
、
帆
を
醜
く
だ
ら
り
と
休
ま
せ
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
批
判

す
る
の
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
。
私
を
、
い
い
加
減
に
何
々
思
想
な
ん

て
言

つ
て
も
ら
ひ
た
く
な
い
ん
で
す
。
私
は
無
思
想
で
す
。
私
は
思
想

や
哲
学
な
ん
て
も
の
で
行
動
し
た
事
は
、
い
ち
ど
だ

つ
て
な
い
ん
で
す
。

必
死
で
戦
後
を
生
き
よ
う
と
す
る
女
性
の

〈傍
観
者
〉
批
判
で
あ
る
。
「乞

食
学
生
」
に
も

「
「
傍
観
者
は
、
な
ん
と
で
も
言

へ
る
さ
。
…
Ｌ

と
あ
る
よ

う
に
、
太
宰
作
品
に
お
い
て
は
、
も
が
く
渦
中
の
当
事
者
が

〈傍
観
者
〉
が

反
発
す
る
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る
。

藤
村
の

「新
生
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

・
多
く
の
場
合
に
岸
本
は
女
性
に
冷
淡
で
あ

つ
た
。
彼
が

一
箇
の
傍
観

者
と
し
て
種
々
な
誘
惑
に
対

つ
て
来
た
と
い
ふ
の
も
、
そ
れ
は
無
理
に

自
分
を
制

へ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
も
な
く
、
む
し
ろ
女
性
を
軽
蔑
す
る

や
う
な
彼
の
性
分
か
ら
来
て
居
た
。

。
実
に
こ
の
世
の
中
は
無
事
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
／
ヽ
遠
い
旅
に



ま
で
逃
れ
て
行

つ
た
ほ
ど
の
も
の
が
奈
何
し
て
あ
の
震

へ
る
小
鳥
の
や

う
な
節
子
を
傍
観
じ
得
ら
れ
た
ろ
う
。
彼
は
生
き
た
屍
に
も
等
し
い
人

を
抱
い
て
し
ま

つ
た
。

。
自
己
の
罪
過
の
責
を
負
は
う
と
決
意
す
る
や
う
に
成

つ
た
の
も
、
す

べ
て
は
皆
彼
女
の
破
滅
を
傍
観
し
得
ら
れ
な
か

つ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
き

て
来
た
こ
と
だ
と
書
い
た
。

〈傍
観
〉
に
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
時
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
岸
本
が

姪
と
関
係
し
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
間
が
払
拭
で
き
な
い
。
当
た
り
前
の

議
論
を
す
れ
ば
、
事
を
起
こ
し
た
当
事
者
が

〈傍
観
者
〉
で
あ
る
な
ら
、
責

任
回
避
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
岸
本
を
仕
立

て
る
藤
村
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
現
代
作
家
で

〈傍
観
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
用
さ
れ
る
の
は
、
大

江
健
二
郎
の
初
期
作
品
で
あ
る
。

・
黄
色
の
歯
茎
を
剥
い
た
中
年
の
警
官
は
い
っ
た
。
そ
れ
を
他
の
連
中

は
駄
ち

て
見
て
い
た
ん
だ
ろ
う
？

僕
は
、
と
噛
み
じ
め
た
歯
の
間
か
ら
呻
く
よ
う
に
声
を
頃
ら
せ
て
教

員
が
い
っ
た
。
平
静
な
気
持
ち
で
そ
れ
を
見
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

∩
人
間
の
羊
し

。
娼
婦
は
か
れ
と
弟
を
等
分
に
な
が
め
て
黙

っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
女

は
か
れ
ら
兄
弟
の
ま
え
で
、
外
部
の
他
人
と
し
て
殆
ど
無
関
心
な
態
度

を
た
も

っ
て
い
た
。
翁
戦
い
の
今
日
し

「
…
お
れ
た
ち
は
汚
く
て
ち

っ
ぽ
け
な
日
本
人
を
有
楽
町
の
臭
い
ド
ブ

河

へ
投
げ
込
ん
で
溺
死
さ
せ
た
。
そ
の
時
、
日
本
人
の
群
衆
は
お
れ
た

ち
を
を
リ
ン
チ
す
る
か
わ
り
に
、
黙

っ
て
見
て
い
た
ぜ
」
翁
見
る
前
に

跳
べ
し

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
兵
と
の
か
か
わ
り
を
素
材
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
最
後
の
例
は
、
森
村
誠

一
の

「人
間
の
証
明
」
に
も
見
ら
れ
る
。
三

島
由
紀
夫
の

「金
閣
寺
」
で
は
、
こ
れ
ら
と
逆
に
、
ア
メ
リ
カ
兵
に
よ

っ
て
、

日
本
人
娼
婦
の
腹
を
踏
ま
せ
ら
れ
る
僧
侶
の
見
習
が
い
る
。
こ
の
場
合
は
当

事
者
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
だ
が
、
自
分
が
そ
う
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
、

〈傍
観
者
〉
と
し
て
立
ち
会

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
作
者
の
枠
を
超
え
て
、
時

代
の
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
共
通
す
る
光
景
を
取
り
込
ま
せ
た
と
言
え
よ
う
。

戦
後
に
関
わ
る
こ
と
で
い
え
ば
、
「私
は
員
に
な
り
た
い
」
を
想
起
さ
せ
る

庄
野
潤
三
の

「相
客
」
の
、
戦
犯
と
し
て
連
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
兄
に
対

し
て
の

「
兄
は
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
で
あ
る
長
兄
よ
り
も
私
を
味
方
に
思

っ
て
い

て
、
…
私
は
お
だ
て
る
こ
と
よ
り
も
、
傍
観
的
で
あ
る
か
、
無
理
解
で
あ
る

こ
と
の
方
が
多
か

っ
た
」
と
あ
る
こ
と
の

〈傍
観
〉
し
た
こ
と
の
痛
み
も
思

い
浮
か
べ
ら
れ
る
。

以
上
、
素
描
に
と
ど
ま

っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
〈傍
観
者
〉
と
い
う
視
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
、
文
学
史
の

一
角

へ
の
試
行
と
し
た
い
。

※
引
用
は
原
則
と
し
て
各
人
の
全
集
に
よ
る
。

（
い
ず
は
ら

ｏ
た
か
と
し
　
本
学
大
学
院
教
授
）


